
会
場
内
に
は
、
北
さ
ん
が
こ
つ
ぼ

れ
ま
で
制
作
し
た
花
器
や
壺
な

ど
２８
点
が
並
ん
だ
。

う
わ
ぐ
す
り

釉
薬
が
生
み
出
す
深
い
色
合

こ
ん
し
ん

い
。
そ
し
て
、
渾
身
の
力
が
み

な
ぎ
る
器
の
曲
線
…
…
。
そ
れ

ら
の
作
品
に
囲
ま
れ
な
が
ら
、

北
さ
ん
は
来
場
者
と
気
さ
く
に

話
し
て
い
た
。

「
こ
の
年
に
な
っ
て
、
こ
ん
な

に
楽
し
い
日
が
来
る
と
は
。
あ

の
こ
ろ
を
思
う
と
、
想
像
も
で

き
な
か
っ
た
な
あ
」

そ
う
言
っ
て
北
さ
ん
は
、
忘

れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
�
遠
い

は

日
の
記
憶
�
に
思
い
を
馳
せ
て

い
た

。
＊

病
と
差
別
の
中
で

信
仰
に
支
え
ら
れ

北
さ
ん
が
ハ
ン
セ
ン
病
を
発

症
し
た
の
は
、
６３
年
前
の
昭
和

２４
年
、
１７
歳
の
と
き
だ
っ
た
。

運
動
中
に
呼
吸
の
異
変
を
覚

え
、
病
院
を
受
診
。
し
か
し
原

因
は
分
か
ら
ず
、
３
カ
所
目
の

大
学
病
院
で
よ
う
や
く
病
名
を

告
げ
ら
れ
た
。
す
ぐ
に
特
効
薬

プ
ロ
ミ
ン
に
よ
る
治
療
が
始
ま

っ
た
が
、
大
学
病
院
は
遠
方
に

あ
る
た
め
、
親
戚
の
紹
介
で
医

療
経
験
者
に
薬
を
投
与
し
て
も

ら
う
こ
と
に
な
っ
た
。

そ
の
親
戚
が
天
理
教
の
信
者

だ
っ
た
。
北
さ
ん
は
投
薬
の
た

め
家
を
訪
れ
る
た
び
に
、
教
え

に
ふ
れ
た
と
い
う
。

一
方
で
、
病
気
の
こ
と
が
周

囲
に
知
れ
渡
る
と
、
「
勤
め
先

か
ら
一
方
的
に
解
雇
さ
れ
た
。

兄
弟
や
親
戚
も
、
私
の
こ
と
で

い
じ
め
を
受
け
た
り
、
決
ま
っ

て
い
た
縁
談
が
解
消
さ
れ
た
り

し
た
」
。

そ
う
し
た
状
況
は
、
２
年
後

に
「
無
菌
」（
菌
陰
性
）
と
医
師

か
ら
太
鼓
判
を
押
さ
れ
て
も
、

さ
し
て
変
わ
る
こ
と
は
な
か
っ

た
。や

が
て
、
身
内
の
や
り
場
の

な
い
怒
り
は
北
さ
ん
に
向
け
ら

れ
た
。

「
私
は
何
の
た
め
に
生
ま
れ
て

き
た
ん
だ
。
ど
う
す
れ
ば
い
い

ん
だ
…
…
」
。
北
さ
ん
は
、
お

道
の
教
え
に
救
い
を
求
め
、
修

養
科
を
志
願
し
た
。

３
カ
月
の
修
養
生
活
で
は
、

「
か
し
も
の
・
か
り
も
の
」
の

教
え
に
特
に
感
銘
を
受
け
た
。

「
親
神
様
に
生
か
さ
れ
て
い
る

限
り
、
こ
の
身
を
決
し
て
無
駄

に
し
て
は
い
け
な
い
、
生
き
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
思
う
よ

う
に
な
っ
た
」
と
振
り
返
る
。

修
了
後
、
信
仰
に
勇
み
立
っ

た
北
さ
ん
は
、
近
隣
の
村
々
を

に
を
い
が
け
に
回
っ
た
。
ま
た

家
出
さ
な
が
ら
に
単
独
布
教
へ

飛
び
出
し
、
家
族
に
心
配
を
か

け
た
こ
と
も
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
数
年
後
、
病
気
が

再
発
。
顔
は
腫
れ
上
が
り
、
鼻

や
喉
に
も
症
状
が
現
れ
た
。
病

院
へ
も
行
か
ず
、
部
屋
に
閉
じ

こ
も
っ
て
い
る
と
、
病
状
は
さ

ら
に
悪
化
し
た
。

「
こ
の
ま
ま
朽
ち
果
て
て
い
く

の
か
」
。
一
時
は
死
を
も
覚
悟

し
た
が
、
県
の
ハ
ン
セ
ン
病
担

当
者
の
勧
め
を
受
け
、
岡
山
県

の
長
島
愛
生
園
へ
。
適
切
な
治

療
と
手
厚
い
看
護
に
よ
っ
て
、

次
第
に
回
復
し
た
。

元
気
を
取
り
戻
し
た
北
さ
ん

は
、
園
内
の
教
友
の
集
ま
り
で

あ
る
「
天
理
教
誠
心
会
」
の
仲

間
と
共
に
、
ひ
の
き
し
ん
を
は

じ
め
と
す
る
お
道
の
御
用
に
明

け
暮
れ
た
。
ま
た
、
病
気
で
失

わ
れ
た
鼻
の
形
成
手
術
を
受
け

て
、
久
し
ぶ
り
に
お
ぢ
ば
へ
帰

っ
た
。

＊

陶
芸
と
出
合
い

土
と
向
き
合
う

作
品
展
会
場
の
一
角
に
置
か

れ
た
ガ
ラ
ス
ケ
ー
ス
。
そ
の
中

に
は
、
北
さ
ん
の
陶
芸
制
作
に

欠
か
せ
な
い
道
具
類
が
陳
列
さ

れ
て
い
た
。

し
ゃ
も
じ
や
針
金
を
加
工
し

て
、
用
途
に
合
わ
せ
て
自
作
し

た
補
助
具
。
ハ
ン
セ
ン
病
の
二

次
障
害
か
ら
両
手
の
指
を
失
っ

た
北
さ
ん
に
と
っ
て
、
大
事
な

�
指
先
�
で
あ
る
。

陶
芸
と
出
合
っ
た
の
は
昭
和

４８
年
。
治
療
の
た
め
、
多
磨
全

生
園
へ
一
時
転
園
し
た
際
、
リ

ハ
ビ
リ
の
一
環
と
し
て
園
内
で

始
め
ら
れ
た
陶
芸
に
興
味
を
持

っ
た
。

「
土
を
こ
ね
て
形
を
作
り
、
窯

で
焼
き
上
げ
る
。
完
成
し
た
と

き
は
『
私
の
こ
の
手
で
も
、
物

を
作
る
こ
と
が
で
き
る
�
』
と

感
激
し
た
」
と
北
さ
ん
。
最
初

は
カ
ッ
プ
や
皿
と
い
っ
た
生
活

用
品
を
作
っ
て
い
た
が
、
５９
年

に
同
園
へ
住
ま
い
を
移
し
て
か

ら
は
、
花
器
や
壺
な
ど
の
大
作

を
本
格
的
に
手
が
け
る
よ
う
に

な
っ
た
。

作
品
作
り
は
毎
回
が
苦
心
と

失
敗
の
連
続
。
北
さ
ん
の
�
陶

芸
の
師
�
で
あ
る
元
同
園
職
員

さ
か
え

の
榮
一
男
さ
ん
（
６５
歳
）
の
指

導
に
も
熱
が
こ
も
っ
た
。

時
に
は
、
１
週
間
か
け
て
作

っ
た
作
品
を
「
粘
土
が
も
っ
た

い
な
い
」
と
一
喝
さ
れ
、
目
の

前
で
た
た
き
つ
ぶ
さ
れ
た
こ
と

も
あ
っ
た
。
北
さ
ん
も
ま
た
、

く

師
の
熱
意
を
汲
み
取
り
、
一
か

ら
作
り
直
し
た
。
こ
う
し
た
中

か
ら
、
力
強
い
作
品
が
次
々
と

生
ま
れ
た
。

な
か
で
も
、
平
成
１１
年
制
作

の
高
さ
５２
�
の
大
作
「
鶴
首
大

壺
」
は
、
北
さ
ん
に
と
っ
て
思

い
入
れ
の
深
い
一
品
と
い
う
。

「
ち
ょ
う
ど
こ
れ
を
作
っ
て
い

た
こ
ろ
は
、
足
の
け
が
で
体
を

自
由
に
動
か
せ
ず
、
精
神
的
に

も
つ
ら
か
っ
た
」

そ
れ
で
も
北
さ
ん
は
、
制
作

に
没
頭
し
た
。

「
あ
の
と
き
諦
め
な
か
っ
た
か

ら
こ
そ
、
こ
の
大
壺
が
完
成
し

た
。
た
と
え
苦
し
く
て
も
日
々

続
け
る
こ
と
が
大
切
だ
と
い
う

こ
と
に
、
作
品
作
り
を
通
し
て

気
づ
か
さ
れ
た
」

こ
れ
と
前
後
し
て
、
北
さ
ん

か
ん
ざ
ね
さ
ま

ま
つ

は
園
内
の
自
宅
に
神
実
様
を
祀

り
込
ん
だ
。

毎
月
の
講
社
祭
に
は
園
内
の

教
友
が
集
ま
り
、
に
ぎ
や
か
に

お
つ
と
め
を
勤
め
る
。
天
理
教

の
参
拝
施
設
が
な
い
同
園
の
教

よ

ど
こ
ろ

友
に
と
っ
て
�
心
の
拠
り
所
�

と
な
っ
て
い
る
。◇

北
さ
ん
が
「
第
二
の
故
郷
」

と
言
っ
て
は
ば
か
ら
な
い
親
里

で
開
催
さ
れ
た
作
品
展
は
、
連

日
、
多
く
の
来
場
者
で
に
ぎ
わ

っ
た
。

天
理
教
療
養
所
布
教
協
議
会

の
北
嶋
眞
二
郎
委
員
長
（
６１
歳

・
高
松
大
教
会
長
）
は
、
「
北

さ
ん
の
作
品
に
は
、
力
強
さ
と

創
造
性
が
あ
ふ
れ
て
い
る
。
そ

れ
は
、
筆
舌
に
尽
く
し
難
い
、

あ
り
っ
た
け
の
思
い
を
陶
芸
に

ぶ
つ
け
て
い
る
か
ら
で
は
な
い

か
」
と
評
し
た
。

ま
た
、
夏
の
療
養
所
訪
問
や

元
患
者
の
お
ぢ
ば
帰
り
の
世
話

取
り
に
当
た
る
天
理
大
学
宗
教

学
科
会
「
成
人
会
」
の
学
生
た

ち
も
駆
け
つ
け
、
作
品
展
を
サ

ポ
ー
ト
し
た
。

北
さ
ん
は
言
う
。

「
作
品
は
、い
わ
ば
私
の
分
身
。

つ
ら
い
過
去
が
あ
っ
て
も
、
手

足
が
不
自
由
に
な
っ
て
も
、
多

く
の
仲
間
に
支
え
ら
れ
て
、
い

ま
私
が
生
き
て
い
る
と
い
う
こ

と
を
作
品
を
通
じ
て
感
じ
て
も

ら
え
た
ら
、
こ
ん
な
に
う
れ
し

い
こ
と
は
な
い
」◇

会
場
の
別
の
一
角
に
は
、
今

展
の
た
め
に
制
作
さ
れ
た
文
字

陶
板
が
並
べ
ら
れ
た
。

「
陽
気
ぐ
ら
し
」
「
真
心
」
と

い
っ
た
言
葉
と
並
ん
で
、
こ
れ

ま
で
の
北
さ
ん
の
生
き
ざ
ま
を

表
す
よ
う
な
、
こ
ん
な
言
葉
が

記
さ
れ
て
い
た
。

な

よ
み
が

「
萎
え
た
手
が
土
の
息
吹
で
甦

え
る
」

苦
難
の
道
中
に
差
し
た
二
つ
の
光

�
第
二
の
故
郷
�親
里
で
個
展
開
く

先
ご
ろ
天
理
市
内
で
、
あ
る
陶
芸
作
品
展
が
開
催

さ
れ
た
。
国
立
ハ
ン
セ
ン
病
資
料
館
の
特
別
企
画
展とう

「
北
高
作
陶
展
」
。
作
者
の
北
高
さ
ん
（
８０
歳
・
東

ば
ん磐
分
教
会
よ
う
ぼ
く
）
は
、
１７
歳
で
ハ
ン
セ
ン
病
を

お
う
の
う

発
症
。
病
気
に
対
す
る
誤
解
や
偏
見
に
懊
悩
し
た
青

春
時
代
に
お
道
と
出
合
い
、
教
え
を
生
き
る
指
針
と

し
て
き
た
。
さ
ら
に
、
在
住
す
る
国
立
療
養
所
「
多

磨
全
生
園
」（
東
京
都
東
村
山
市
）
で
始
め
た
陶
芸
に

新
た
な
生
き
が
い
を
見
い
だ
し
た
北
さ
ん
。
信
仰
と

陶
芸
、
二
つ
の
光
を
得
て
歩
ん
だ
半
生
を
追
っ
た
。

よ
み
が
え

病病
にに
萎萎
ええ
たた
手手
土土
のの
息息
吹吹
でで
甦甦
るる

「鶴首大壺」（平成１１年）

ヒ・ュ・ー・マ・ン

きた たかし

北 高さん
８０歳・東磐分教会ようぼく

東京都東村山市

「
心
の
理
を
結
び
」

ぞうがん

「象嵌網目文壺」（平成１２年）

コ ラ ム

ハンセン病と社会
ハンセン病は、抗酸菌の一種である「らい菌」に

まっしょう

よる慢性細菌感染症。皮膚の発疹と末梢神経障害が
主な症状だが、感染力は極めて弱く、治療薬で完治
する。
しかし、効果的な治療法がなかった時代は「不治
の病」とされ、顔や手足の変形などの後遺症から
「伝染病」「遺伝病」などの誤解や偏見が生じた。
そのため、患者本人はもとより、家族・親類縁者に
至るまで、いわれのない差別を受けてきた。

らい

昭和６年の「癩予防法」の改正によって、患者は
すべて療養所へ強制隔離するといった政策が取られ
た。また、戦前・戦後の二度にわたり、全国各地で
「無らい県運動」が展開された。
戦後、治療薬プロミンの登場によってハンセン病
は完治する病気となった。しかし、当時のハンセン
病学会の医師らの見解によって、２８年の「らい予防
法」が成立。強制隔離政策が引き継がれた。
同法は長い年月を経て平成８年に廃止。その後、

１５年の熊本ホテル宿泊拒否事件などを受け、２０年に
「ハンセン病問題の解決の促進に関する法律」が公
布、翌２１年施行された。

来場者と和やかに会話する北さん（右）
（９月２６日午後、ギャラリーおやさとで）

会場には、作品作りに使用しているヘラなどの
道具も展示された

「諭達第三号」小冊子および掲示用（Ａ３サイズ）
読今 み週
の頒布のお知らせ ト
ク

「諭達第三号」（小冊子および
掲示用）を、１０月２６日正午か
ら、臨時取り扱い所を含め左
記の場所で頒布します。
◎頒価 小冊子１冊３０円

掲示用１枚２０円
◎頒布時間
２６日 正午～午後３時
２７日 午前９時～午後２時
（道友社本社、三島店は午後５時まで）

親
が
子
供
に
暴
力
を
振
る
う
事
件
が
後
を
絶
た
な
い
昨
今
。
従
来
の
施
設
養
護
と

併
せ
て
、
養
育
里
親
に
か
か
る
期
待
は
ま
す
ま
す
高
ま
っ
て
い
る
。
先
ご
ろ
親
里
で

行
わ
れ
た
天
理
教
里
親
連
盟
創
立
３０
周
年
記
念
大
会
の
席
上
、
わ
が
国
の
発
達
障
害

研
究
の
第
一
人
者
が
講
演
し
た
。
国
内
初
の
児
童
虐
待
の
�
専
門
外
来
�
を
作
っ
た

こ
と
で
も
知
ら
れ
る
医
師
が
語
っ
た
、
児
童
養
護
の
今
と
明
日
と
は

。

療養所での信仰活動

児
童
養
護
の
今
と
明
日

ハンセン病療養所における本教の信仰活動は、明
治４２年にさかのぼる。同年創設された公立療養所の

お く

一つ、大阪「外島保養院」（のちの岡山県・邑久光明
園）で、本教信者の患者約５０人がおつとめやひのき
しんを始めたことが記録に残されている。
その後、全国各地に設立された療養所でも、天理
教信者の団体の発足や参拝施設の普請などが戦前・
戦後にかけて行われた。一方、中山正善・二代真柱
様が戦前、岡山「長島愛生園」に患者のための「天
理寮」を３棟寄付されたほか、群馬「栗生楽泉園」
の参拝施設の普請にも親心をかけられた。
また昭和４０年には、ハンセン病療養所での布教を
目指した担当者の会「天理教療養所布教協議会」が
結成。翌４１年、療養所からの帰参者を受け入れる宿
舎「別所母屋」が開設された。
時を同じくして、天理大成人会が夏期休暇中に各
地の療養所への慰問やひのきしんなどを開始。別所
母屋での受け入れにも当たっている。
かつて、全国１３カ所の国立療養所に数多くの教友
が居住していたが、現在は約７０人となっている。

教
祖
殿第三御用場西側憩

の

家

神
殿

境内掛南支所北側 本部消防東側

道友社三島店 境
内
掛
本
所

境
内
掛
南
支
所

ギャラリーおやさと前
※２８日以降は道友社本社、三島店、ＢＯＯ
ＫＳ道友、東京支社で取り扱います。頒布
時間は各店の営業時間に準じます。
※天理本通り内の各取り扱い所は混雑が予
想されるため、神苑内の臨時取り扱い所を
ご利用ください。
●外国語版は、境内掛南支所北側および海
外部（２８日以降は海外部および道友社三島
店）で頒布します。

天 理 本 通 り

ＢＯＯＫＳ道友

海外部

上記以外の取り扱い所 道友社本社１階 ６
面

インターネット 動画配信 第６６２号 定価＝１部１５円／年間購読料＝６６０円（送料共）２０１２年１１月号

「天理教ＷＥＢ動画」

動画ニュース

教内の動きや旬々の出来事を、動画付きニュー
スでお伝えします。現在、「提唱８０周年 全教一
斉にをいがけデー」のニュースを配信中です。
視聴は「天理教ホームページ」のニュースか
ら。

お
い

昨
日
、
甥
の
結
婚
式
に
参
列
し
ま
し

た
。身

近
な
親
族
の
結
婚
式
は
、
本
当
に

久
し
ぶ
り
で
す
。
親
神
様
・
教
祖
の
御

前
で
、
若
い
二
人
が
生
涯
の
契
り
を
結

び
合
い
ま
す
。
新
郎
は
か
な
り
緊
張
し

た
面
持
ち
で
し
た
が
、
爽
や
か
な
二
人

の
仲
む
つ
ま
じ
い
姿
に
感

動
し
ま
し
た
。

結
婚
式
の
後
に
は
、
お

互
い
の
親
族
が
紹
介
さ
れ

て
、
一
人
ず
つ
あ
い
さ
つ

を
し
ま
す
。
こ
れ
ま
で
、

一
度
も
言
葉
を
交
わ
し
た

こ
と
の
な
か
っ
た
人
同
士

が
、
若
い
二
人
が
出
会
っ

て
く
れ
た
お
か
げ
で
、
新

た
な
つ
な
が
り
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る

の
で
す
。

「
縁
談
一
つ
尋
ぬ
る
処
、
又
内
々
、
又

内
々
、
人
々
の
心
の
理
を
結
び
�
�
」

あ
ら
た
め
て
、
人
は
一
人
だ
け
で
生

き
て
い
る
の
で
は
な
い
と
感
じ
る
と
同

時
に
、
一
人
で
は
な
い
と
思
え
る
こ
と

の
素
晴
ら
し
さ
を
再
認
識
し
ま
し
た
。

ま
た
、
披
露
宴
で
は
懐
か
し
い
方
々
と

久
し
ぶ
り
に
再
会
す
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。

二
人
が
初
め
て
出
会
っ
た
と
き
も
、

最
初
は
簡
単
な
自
己
紹
介
だ
っ
た
そ
う

で
す
。
「
は
じ
め
ま
し

て
」
と
あ
い
さ
つ
し
た

小
さ
な
言
葉
の
波
紋
が

広
が
っ
て
、
い
つ
し
か

大
き
な
人
の
輪
が
で
き

て
い
く
。
い
く
つ
も
同

じ
よ
う
な
輪
が
重
な
っ

て
、
人
と
人
と
の
つ
な

が
り
の
輪
が
も
っ
と
広

が
っ
て
い
け
ば
、
世
界

は
い
つ
か
一
つ
の
大
き
な
輪
に
な
る
の

で
し
ょ
う
か
。

昨
日
の
余
韻
が
ま
だ
残
っ
て
い
る
せ

い
か
、
ど
う
し
て
も
文
章
が
ロ
マ
ン
チ

ッ
ク
に
な
り
過
ぎ
ま
す
。
で
も
、
本
当

に
素
晴
ら
し
い
一
日
で
し
た
。
（
岡
）

表紙絵＝西薗和泉

４
・
５
ペ
ー
ジ

６
ペ
ー
ジ

地
域
の
た
す
け
合
い
が
予
防
に
も

…
…
神
様
は
、
食
材
の
命
も
考
え
、
さ
ら
に
お
い
し
い
と
喜

ん
で
食
べ
る
人
間
の
心
に
沿
っ
て
働
か
れ
、
食
べ
た
も
の
を

本
人
の
知
ら
ぬ
間
に
、
正
味
と
カ
ス
に
分
け
て
ち
ゃ
ん
と
消

化
吸
収
さ
せ
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
。
そ
の
お
働
き
を
感
じ
る
こ
と

こ
そ
、
清
潔
万
能
の
今
の
世
に
欠
け
て
い
る
こ
と
の
よ
う
な
気
が

す
る
の
で
あ
る
。

（
本
文
か
ら
）

７
ペ
ー
ジ

素
直
な
心
で
何
ご
と
も
喜
ぶ

カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
ほ
っ
と
ナ
ビ

早
樫
一
男
臨
床
心
理
士

ス
テ
キ
な
人
生
に
し
ま
せ
ん
か
？

我
を
忘
れ

人
に
尽
く
す
心
に

神
の
働
き

１
ペ
ー
ジ
き

ょ

う

だ

い

真
の
兄
弟
姉
妹
と
い
う
自
覚
が

ど
ん
な
争
い
も
な
い
世
の
中
に

２
・
３
ペ
ー
ジ

今
朝
も
愛
情
青
汁
を

命
あ
る
食
材
に
感
謝

た
す

か

こ

家
族
の
ハ
ー
モ
ニ
ー
松
尾
真
理
子
加
古
大
教
会
長
夫
人

インターネット

天理教 http : //www.tenrikyo.jp/jpn/

道友社 http : //doyusha.jp/doyu/top/

ラジオ「天理教の時間」
８
ペ
ー
ジ

「
神
の
ふ
と
こ
ろ
住
ま
い
」

毎週土曜か日曜の早朝放送

【ただ今放送中のテーマ】 家族円満
�１０月１３日�１４日

第６７８回「虫の声を聞きながら」

�１０月２０日�２１日

第６７９回「母の親心」

☆放送済みの番組は
「道友社ホームページ」で視聴できます。
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え
ん
だ
ん
ひ
と

た
ず

と
こ
ろ

ま
た
う
ち
�
�

ま
た
う
ち
�
�

に
ん
�
�

縁
談
一
つ
尋
ぬ
る
処
、
又
内
々
、
又
内
々
、
人
々
の

こ
こ
ろ

り

む
す

心
の
理
を
結
び
�
�
、
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